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以
前
は
単
に
「
舞
台
監
督
」
と
呼
ば
れ
て
ゐ
た
者
が
、
今
日
で
は
「
演
出

者
」
と
い
ふ
名
称
を
与
へ
ら
れ
、
そ
の
下
に
、
更
に
「
舞
台
監
督
」
な
る
も

の
や
、
「
演
出
助
手
」
な
る
も
の
が
従
属
す
る
や
う
な
シ
ス
テ
ム
を
、
少
く

と
も
新
劇
団
体
の
間
で
採
用
し
て
ゐ
る
の
は
、
多
分
、
築
地
小
劇
場
あ
た
り

の
「
独
逸
流
演
出
法
」
か
ら
範
を
取
つ
た
も
の
だ
と
思
は
れ
る
が
、
近
代
に

於
け
る
演
劇
革
命
の
一
特
色
が
、
舞
台
労
役
の
組
織
化
に
在
つ
た
と
す
れ
ば
、

こ
の
大
が
か
り
な
命
令
系
統
の
樹
立
は
、
あ
な
が
ち
無
益
な
こ
と
で
は
あ
る

ま
い
。

　
そ
こ
で
、
私
は
、
こ
の
旧
称
「
舞
台
監
督
」
即
ち
、
今
日
で
い
ふ
「
演
出

者
」
の
仕
事
に
つ
い
て
、
一
つ
、
実
際
的
な
問
題
を
提
供
し
て
み
た
い
と
思
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ふ
。

「
演
出
者
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
仏
蘭
西
語
の
「
〔m

etteur en sce`ne

〕
」

の
訳
で
あ
る
ら
し
い
か
ら
、
こ
れ
は
別
段
、
新
し
い
意
味
に
解
す
る
必
要
は

あ
る
ま
い
。
こ
の
言
葉
は
、
「
〔m

ise en sce`ne

〕
」
即
ち
「
板
に
か
け
る

こ
と
」
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
寧
ろ
、
一
般
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
こ

の
言
葉
を
土
台
に
し
て
考
へ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
元
来
、
演
出
と
い
ふ
も
の
を
、
一
つ
の
纏
つ
た
仕
事
と
解
す
る
や
う
に
な

つ
た
こ
と
が
、
近
代
殊
に
、
自
由
劇
場
以
後
の
習
慣
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ

ら
運
動
の
功
績
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ま
で
は
、
寧
ろ
俳
優
の
演
技
に
附
随
す
る

衣
裳
、
舞
台
装
置
万
端
の
工
夫
整
頓
を
指
す
に
す
ぎ
ず
、
伝
統
を
墨
守
す
る

仏
蘭
西
の
一
部
劇
壇
人
は
、
今
日
も
な
ほ
、
「
〔m

ise en sce`ne

〕
」
と
云
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へ
ば
、
舞
台
装
置
の
こ
と
と
解
し
て
ゐ
る
く
ら
ゐ
で
あ
る
。
旧
称
「
舞
台
監

督
」
は
、
無
論 R

egisseur 

の
訳
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
、
独
逸
と
仏
蘭
西
と

で
は
意
味
が
違
ひ
、
仏
蘭
西
で
は
、
日
本
在
来
の
「
幕
内
主
任
」
と
い
ふ
や

う
な
役
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
、
最
近
の
「
舞
台
監
督
」
が
生
れ
て
来
た

の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
わ
け
に
な
る
。

　
何
れ
に
し
て
も
、
今
日
で
い
ふ
「
演
出
」
な
る
も
の
に
は
、
既
に
幾
多
の

議
論
や
主
張
が
出
て
ゐ
て
、
「
演
出
法
」
と
か
、
「
演
出
学
」
と
か
い
ふ
固

く
る
し
い
研
究
も
行
は
れ
て
ゐ
る
や
う
だ
が
、
結
局
、
一
人
の
人
間
の
頭
で
、

好
い
芝
居
を
作
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
己
惚
れ
を
棄
て
な
い
限
り
、

ど
ん
な
理
論
も
学
説
も
、
机
上
に
於
て
し
か
通
用
し
な
い
の
だ
。

　
私
は
、
自
分
の
乏
し
い
経
験
と
仏
蘭
西
に
於
け
る
若
干
の
実
例
に
照
し
て
、
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次
の
や
う
な
結
論
を
導
き
出
し
た
。

一
、
演
出
法
と
い
ふ
も
の
は
、
上
演
す
べ
き
脚
本
の
種
類
性
質
に
応
じ
て
、

　
常
に
、
一
定
で
は
あ
り
得
な
い
。
即
ち
、
演
出
者
の
意
図
を
舞
台
の
表
面

　
に
現
は
し
、
そ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
効
果
の
重
点
を
お
く
方
法
と
、
演
出
者

　
は
、
た
だ
舞
台
の
蔭
に
あ
つ
て
、
作
者
の
意
図
と
俳
優
の
演
技
に
舞
台
の

　
全
生
命
を
托
し
、
こ
の
完
全
な
調
和
融
合
を
計
る
こ
と
を
も
つ
て
満
足
す

　
る
方
法
と
、
こ
の
両
極
端
の
何
れ
に
も
同
一
の
重
要
性
を
お
く
必
要
が
あ

　
る
。

　
　
仮
に
、
前
者
の
方
法
を
取
る
場
合
で
も
、
演
出
者
の
気
紛
れ
か
ら
、
脚

　
本
の
本
質
的
生
命
を
無
視
し
、
俳
優
本
然
の
欲
求
を
斥
け
る
こ
と
は
、
演

　
劇
芸
術
へ
の
冒
涜
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
強
盗
や
悪
資
本
家
の
所
業
と
選
ぶ
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と
こ
ろ
は
な
い
の
だ
。
芸
術
の
名
に
於
て
、
他
人
の
苦
痛
や
迷
惑
を
顧
慮

　
し
な
い
で
よ
い
と
い
ふ
論
法
は
、
断
じ
て
許
し
難
い
の
だ
。
若
し
仮
に
、

　
さ
う
い
ふ
こ
と
を
し
た
け
れ
ば
、
他
人
の
脚
本
な
ど
使
は
ず
に
、
自
分
で

　
台
本
を
作
る
な
り
、
自
分
の
配
下
に
書
か
せ
る
な
り
す
れ
ば
よ
い
。
個
性

　
あ
る
俳
優
を
使
は
ず
に
、
人
形
な
り
、
ま
た
そ
の
名
に
甘
ん
ず
る
「
奴
隷
」

　
を
駆
り
立
て
る
が
よ
い
。
か
う
し
て
生
れ
た
一
種
の
専
制
的
演
出
は
、
必

　
ず
し
も
、
芸
術
的
に
無
意
義
な
も
の
で
な
く
、
そ
の
価
値
は
、
そ
れ
相
当

　
に
批
判
さ
れ
て
い
い
の
だ
。

　
　
脚
本
に
よ
つ
て
は
、
演
出
家
の
「
協
力
」
な
く
し
て
独
自
の
舞
台
性
を

　
保
ち
得
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
時
こ
そ
、
演
出
者
は
、
自
己
の
独
創
的

　
才
能
に
よ
つ
て
、
脚
本
の
生
命
を
舞
台
上
に
躍
動
せ
し
む
べ
き
機
会
で
あ

7



　
る
が
、
そ
の
た
め
に
、
作
者
の
領
域
に
ま
で
踏
み
込
む
こ
と
は
、
作
者
の

　
同
意
を
得
る
こ
と
、
必
ず
し
も
予
期
し
得
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。

二
、
次
に
、
演
出
法
と
い
ふ
も
の
は
、
相
手
の
俳
優
次
第
で
、
こ
れ
ま
た
、

　
伸
縮
自
在
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
当
然
す
ぎ
る
ほ
ど
当
然
な
こ
と
だ
が
、

　
俳
優
と
演
出
者
と
の
脚
本
解
釈
上
の
一
致
を
見
た
上
で
、
そ
の
俳
優
の
才

　
能
、
経
験
、
そ
の
他
特
殊
な
素
質
に
応
ず
る
演
出
法
を
採
用
す
べ
き
で
、

　
こ
の
場
合
、
協
議
的
演
出
と
も
な
り
、
指
導
的
演
出
と
も
な
り
、
ま
た
批

　
評
的
演
出
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
協
議
的
演
出
と
は
、
俳
優
が
相
当
の
地
位
に
あ
り
、
演
出
者
は
そ
の
技

　
能
貫
禄
に
対
し
て
、
あ
る
程
度
の
信
頼
と
尊
敬
を
払
つ
て
ゐ
る
や
う
な
場

　
合
、
た
と
へ
演
出
家
と
し
て
の
主
張
は
枉
げ
な
い
ま
で
も
、
演
技
一
般
の
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問
題
に
関
し
て
は
、
そ
の
創
意
を
認
め
、
更
に
、
演
出
全
体
に
至
つ
て
も
、

　
時
と
し
て
、
そ
の
意
見
に
耳
を
藉
す
と
い
ふ
態
度
に
出
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
今
日
、
ど
こ
で
で
も
実
際
に
行
つ
て
ゐ
る
の
だ
が
、
多
く
は
、

　
演
出
者
の
「
意
に
反
し
て
」
を
り
、
甚
だ
そ
の
矜
恃
を
傷
け
ら
れ
つ
つ
行

　
は
れ
て
ゐ
る
の
だ
。
若
き
演
出
家
よ
、
意
を
安
ん
じ
て
可
な
り
で
あ
る
。

　
如
何
な
る
時
代
に
な
ら
う
と
も
、
こ
の
種
演
出
法
は
、
恐
ら
く
、
最
も
重

　
宝
な
も
の
で
あ
り
、
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
信
念
を
忘
れ
給
ふ
な
。

　
　
指
導
的
演
出
と
は
、
演
出
家
が
、
俳
優
以
上
に
演
技
的
素
養
を
も
ち
、

　
俳
優
も
亦
、
そ
の
演
出
家
を
自
己
の
教
師
な
り
と
信
ず
る
場
合
に
生
れ
る

　
方
法
で
、
こ
れ
は
、
演
出
家
が
、
一
方
俳
優
で
あ
る
場
合
か
、
俳
優
が
づ

　
ぶ
の
素
人
で
あ
る
場
合
か
で
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。
演
技
指
導
に
は
、
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模
範
又
は
一
例
を
示
す
を
原
則
と
し
、
俳
優
に
非
ざ
る
演
出
家
は
、
絶
対

　
に
、
か
く
の
如
き
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
だ
。
こ
れ
も
、
わ
か
り
き
つ
た

　
こ
と
だ
が
、
従
来
、
日
本
の
新
劇
は
、
俳
優
に
あ
ら
ざ
る
演
出
家
の
指
導

　
的
演
出
に
よ
つ
て
禍
さ
れ
、
誤
ら
れ
、
片
輪
に
さ
れ
、
生
彩
を
失
つ
て
し

　
ま
つ
た
事
実
に
気
が
つ
け
ば
、
今
後
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と
い
ふ
こ
と
が

　
問
題
と
な
る
筈
で
あ
る
。

　
　
そ
こ
で
、
最
後
に
、
批
評
的
演
出
と
い
ふ
も
の
に
つ
い
て
述
べ
な
け
れ

　
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
、
演
出
家
が
一
個
の
演
劇
理
論
家
で
あ
り
、
ま
た
、

　
舞
台
の
実
際
知
識
と
劇
芸
術
の
創
造
的
精
神
に
富
む
も
の
で
あ
れ
ば
、
彼

　
が
俳
優
と
し
て
の
経
験
は
な
く
と
も
、
俳
優
の
演
技
に
つ
い
て
、
暗
示
的

　
な
、
啓
発
的
な
意
見
と
批
判
を
加
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
正
し
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く
、
敏
感
な
俳
優
に
と
つ
て
は
、
へ
た
な
指
導
以
上
に
有
り
が
た
い
も
の

　
で
、
自
己
の
演
技
を
規
整
す
る
上
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
才
能
の
練
磨
の
上

　
に
、
貴
重
な
参
考
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
昔
か
ら
、
稽
古
の
方
法
は
い
ろ

　
い
ろ
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
に
作
者
が
立
ち
会
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
、
あ
る
意

　
味
に
於
て
必
要
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
つ
ま
り
、
批
評
的
演
出
の
一
部
を
、

　
作
者
に
よ
つ
て
行
は
し
め
た
実
例
で
あ
る
。

　
　
俳
優
と
し
て
の
素
質
さ
へ
あ
れ
ば
、
こ
の
批
評
的
演
出
の
賢
明
な
運
用

　
に
よ
つ
て
、
素
人
で
も
あ
る
程
度
の
「
成
績
」
を
挙
げ
得
る
こ
と
は
、
も

　
は
や
疑
ふ
余
地
は
な
い
。
但
し
、
こ
れ
は
、
一
般
に
は
已
む
を
得
な
い
場

　
合
で
あ
り
、
ま
た
、
従
つ
て
、
新
劇
な
る
も
の
の
、
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
道
で
あ
る
。
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敢
て
直
言
す
れ
ば
、
坪
内
逍
遥
氏
、
小
山
内
、
土
方
の
両
氏
は
、
何
れ

　
も
、
そ
の
統
率
下
に
あ
る
俳
優
を
指
導
す
る
立
場
に
あ
つ
た
の
だ
が
、
そ

　
の
指
導
は
、
あ
る
一
点
で
、
そ
の
任
を
越
え
て
ゐ
た
と
云
へ
る
の
で
あ
る
。

　
即
ち
、
演
劇
に
関
す
る
他
の
部
門
は
兎
も
角
、
演
技
の
実
際
的
指
導
を
如

　
何
に
し
た
か
と
い
ふ
点
で
、
少
く
と
も
、
今
日
わ
れ
わ
れ
に
大
き
な
疑
ひ

　
を
抱
か
し
め
る
。
恐
ら
く
無
能
な
職
業
的
俳
優
が
自
ら
指
導
者
の
地
位
に

　
立
つ
た
よ
り
も
、
原
則
と
し
て
無
難
で
あ
る
べ
き
筈
だ
が
、
事
実
は
、
俳

　
優
の
演
技
的
セ
ン
ス
を
消
滅
さ
せ
、
脚
本
か
ら
直
接
舞
台
の
生
命
を
嗅
ぎ

　
出
す
能
力
を
衰
退
さ
せ
た
こ
と
は
、
何
と
云
つ
て
も
、
「
無
理
な
指
導
的

　
演
出
」
の
罪
で
あ
つ
た
。

　
　
今
で
も
な
ほ
、
若
い
演
出
家
の
仕
事
を
見
て
ゐ
る
と
、
俳
優
に
対
し
て
、
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「
そ
の
台
詞
で
起
ち
上
れ
」
と
か
、
「
甲
が
こ
の
台
詞
を
云
ひ
終
つ
た
ら
、

　
そ
つ
ち
を
向
い
て
拳
を
挙
げ
ろ
」
と
か
云
つ
て
ゐ
る
の
に
対
し
、
俳
優
は

　
易
々
諾
々
、
こ
れ
に
従
つ
て
ゐ
る
。
勿
論
、
「
な
る
ほ
ど
」
と
思
つ
て
や

　
る
な
ら
そ
れ
で
い
い
が
、
さ
う
で
な
け
れ
ば
可
笑
し
な
も
の
で
あ
る
。
そ

　
の
く
せ
、
俳
優
が
一
つ
の
白
の
言
ひ
方
を
明
瞭
に
間
違
へ
て
ゐ
て
も
、
彼

　
は
、
な
ん
と
も
注
意
し
な
い
の
で
あ
る
。
俳
優
に
委
せ
る
こ
と
は
、
い
く

　
ら
で
も
外
に
あ
る
。

　
　
そ
れ
な
ら
、
批
評
的
演
出
の
具
体
的
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
断
つ
て
お

　
く
が
、
批
評
も
批
評
の
し
や
う
で
は
、
「
指
導
」
的
に
な
る
こ
と
が
あ
り
、

　
そ
れ
も
批
評
の
限
界
に
止
つ
て
ゐ
る
間
は
弊
害
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
今
こ
こ
に
、
甲
が
乙
に
対
し
、
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「
出
て
行
け
」

　
　
と
い
ふ
白
を
云
ふ
場
面
が
あ
る
。
甲
の
俳
優
は
、
戸
口
を
指
し
て
、
叱

　
る
や
う
に
「
出
て
行
け
」
と
怒
鳴
つ
た
。

　
　
戸
口
を
指
す
と
い
ふ
ト
書
は
台
本
に
な
い
が
、
俳
優
が
さ
う
い
ふ
ヂ
ェ

　
ス
チ
ュ
ア
を
工
夫
し
た
の
だ
。
演
出
者
の
眼
に
、
ふ
と
、
そ
れ
が
不
自
然

　
に
映
つ
た
。
そ
こ
で
、
「
君
は
ど
う
し
て
、
戸
口
を
指
す
か
」
と
問
ふ
て

　
み
る
。
答
は
「
そ
の
方
が
、
こ
の
人
物
の
心
理
を
的
確
に
表
現
す
る
と
思

　
ふ
。
第
一
、
出
て
行
く
場
所
を
明
ら
か
に
指
定
す
る
方
が
、
見
物
に
も
、

　
あ
る
期
待
を
も
た
せ
、
命
令
が
一
種
の
脅
威
的
な
力
を
も
つ
こ
と
に
な
り

　
は
せ
ぬ
か
と
思
ふ
。
」

　
　
が
、
演
出
者
は
、
ま
だ
不
服
だ
。
そ
れ
な
ら
寧
ろ
、
頤
だ
け
で
戸
口
を
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指
し
、
低
く
、
決
意
の
籠
つ
た
声
で
云
ひ
放
つ
た
方
が
、
一
層
効
果
的
だ

　
と
思
ふ
。
そ
れ
を
俳
優
に
説
明
す
る
。
手
を
挙
げ
て
指
す
と
い
ふ
こ
と
は
、

　
古
典
的
な
舞
台
な
ら
兎
も
角
、
現
実
生
活
に
於
て
は
、
な
ん
と
な
く
、
大

　
袈
裟
な
、
そ
れ
だ
け
隙
の
あ
る
動
作
だ
。
効
果
が
寧
ろ
反
対
に
、
滑
稽
味

　
を
帯
び
て
来
る
。
「
さ
う
い
ふ
つ
も
り
で
や
つ
て
み
給
へ
」
と
云
ふ
。
俳

　
優
は
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
や
つ
て
み
る
。
「
そ
れ
ぢ
や
、
ま
た
、
ま
る
で
駄

　
々
つ
子
だ
」
。
内
部
的
に
ま
だ
欠
陥
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
の
工

　
夫
を
希
望
し
て
お
く
。
相
手
が
素
人
な
ら
、
こ
れ
く
ら
ゐ
突
つ
込
ん
で
、

　
「
批
評
」
し
な
い
と
形
が
つ
く
ま
い
。
こ
れ
で
、
だ
ん
だ
ん
に
、
そ
の
呼

　
吸
が
掴
め
て
行
け
ば
、
俳
優
は
、
「
自
分
の
力
で
役
を
活
か
す
」
こ
と
が

　
で
き
る
や
う
に
な
る
の
だ
。
他
の
役
を
演
ず
る
場
合
に
、
前
の
舞
台
が
知
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ら
ず
識
ら
ず
役
に
立
つ
て
ゐ
る
。
い
つ
ま
で
も
素
人
で
は
ゐ
な
い
。
演
出

　
は
楽
に
な
る
。
い
や
、
そ
れ
よ
り
も
、
俳
優
の
個
人
的
演
技
か
ら
次
第
に

　
眼
を
放
し
て
、
舞
台
全
体
に
注
意
が
向
け
得
る
の
だ
。
そ
の
時
、
は
じ
め

　
て
、
演
劇
は
、
一
つ
の
オ
オ
ケ
ス
ト
ラ
と
な
り
、
演
出
家
の
意
図
は
完
全

　
に
表
出
さ
れ
る
の
だ
。

　
ま
だ
云
ひ
た
い
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
私
の
ノ
オ
ト
代
り
で
、
所
謂
、

各
種
「
演
出
法
」
の
名
称
な
ど
も
、
臨
時
の
名
称
と
考
へ
て
欲
し
い
。
な
ほ
、

最
後
に
、
こ
の
四
つ
が
、
常
に
判
然
と
区
別
さ
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

い
ふ
法
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
条
件
に
よ
つ
て
、
彼
此
混
用
す
る
こ
と
も
あ

つ
て
い
い
だ
ら
う
。
た
だ
、
あ
る
演
出
の
根
本
方
針
は
、
そ
の
何
れ
か
に
お
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か
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
「
意
志
に
反
し
て
」
そ
れ
が
行
は
れ
る
こ
と
が
あ
つ
て

は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
ま
で
で
あ
る
。
（
一
九
三
三
・
一
）
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岸
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発
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日
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入
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青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
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で
作
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。
入
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校
正
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制
作
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